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編者　まえがき

ま
え
が
き

　

飯
田
裕
康　

　

本
書
の
由
来
は
、
二
〇
〇
二
年
度
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
講
座
「
現
代
思
想
」
に
あ
る
。

秋
学
期
一
三
回
の
講
座
は
、
正
規
の
登
録
学
生
、
大
学
院
生
を
含
む
い
わ
ゆ
る
「
も
ぐ
り
」
の
学
生
、
そ
れ
に
新
聞
報

道
や
口
コ
ミ
で
知
っ
て
三
田
に
や
っ
て
き
た
老
若
の
市
民
、
そ
れ
ら
の
聴
き
手
、
い
や
参
加
者
約
四
〇
〇
名
で
構
成
さ

れ
た
。
講
座
の
運
営
は
、
つ
ね
に
小
田
さ
ん
と
議
論
す
る
場
と
し
て
の
教
室
と
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
に
な
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
九
〇
分
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
、
徹
底
的
な
議
論
は
期
待
す
べ
く
も
な
か
っ
た
が
、
教
壇
上
の

小
田
さ
ん
の
醸
し
出
す
一
種
の
オ
ー
ラ
は
、
参
加
者
全
員
を
飲
み
込
み
、
通
常
の
講
義
室
に
は
な
い
緊
張
と
集
中
と
が

教
室
全
体
を
覆
い
、
言
葉
に
な
ら
な
い
対
話
が
ゆ
き
か
っ
た
。
取
り
上
げ
た
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
ど
れ
一
つ

を
と
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
よ
う
な
閉
じ
た
議
論
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
教

室
の
物
理
的
環
境
と
し
て
、
小
田
さ
ん
は
、
つ
ね
に
一
段
高
い
教
壇
上
で
参
加
者
を
見
下
ろ
す
位
置
で
話
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
い
か
に
も
こ
れ
は
小
田
さ
ん
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
教
室
の
情
景
を
あ
え
て
書
く
の
は
、
今
ま
さ
に
私
た
ち
を
取
り
ま
い
て
い
る
知
的
状
況
の
な
か
で
、
大
学

だ
け
が
そ
こ
か
ら
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
が
た
い
こ
と
だ
と
い
う
、
現
代
の
大
学
の
お
か
れ
た
シ
チ
ュ
エ
ー
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シ
ョ
ン
を
明
確
に
表
出
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
、
こ
の
「
現
代
思
想
」
講
座
に
一
貫
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

小
田
さ
ん
は
、話
の
節
々
に
学
生
に
向
か
っ
て「
考
え
て
み
よ
う
よ
」「
考
え
ろ
」「
考
え
な
さ
い
よ
」「
考
え
な
あ
か
ん
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
し
ば
し
ば
差
し
は
さ
ん
だ
。
小
田
さ
ん
の
話
は
、
高
邁
な
現
代
思
想
の
抽
象
的
な
展
開
、
な
い
し

解
説
で
は
な
か
っ
た
。
小
田
さ
ん
は
、
な
に
よ
り
教
室
を
考
え
る
場
と
し
て
、
生
き
た
思
想
の
現
場
と
し
て
位
置
づ
け

て
、
学
生
た
ち
と
そ
の
現
場
を
共
に
生
き
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
共
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う

と
し
た
の
だ
。
小
田
さ
ん
の
話
を
聞
く
人
び
と
が
学
生
を
超
え
て
一
般
の
市
民
で
あ
っ
て
も
、
教
室
と
い
う
場
を
共
有

す
る
も
の
と
し
て
は
、
何
の
区
別
も
な
い
こ
と
が
、
実
は
、
ま
れ
に
見
る
こ
と
と
し
て
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
教
室
は
、
小
田
さ
ん
の
い
い
方
を
借
り
れ
ば
、
あ
ま
た
の
思
想
の
現
場
の
一
つ
と
し
て
立
派
に
躍
動
し
つ
づ
け
る

も
の
と
な
っ
た
の
だ
。
教
壇
上
の
立
派
な
学
者
の
「
思
想
」
を
聴
き
取
る
た
め
で
は
な
い
。
小
田
さ
ん
も
含
め
て
参
加

し
て
い
る
誰
で
も
が
思
想
の
現
場
を
作
っ
て
い
る
と
の
想
い
を
も
と
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
小
田
さ
ん
も
、
一
回
お
き

に
登
場
さ
れ
た
い
ま
一
人
の
講
師
た
ち
も
、
そ
し
て
参
加
者
全
員
が
、
思
想
の
現
場
を
構
成
す
る
素
材
に
し
か
過
ぎ
な

い
と
の
強
い
思
い
が
み
な
ぎ
る
場
だ
っ
た
。

　

小
田
さ
ん
は
、
自
分
の
こ
と
を
思
想
家
な
ど
と
一
度
た
り
と
も
い
っ
た
こ
と
は
な
い
。「
お
れ
は
作
家
だ
」
と
い
う

の
が
つ
ね
だ
っ
た
。
小
田
さ
ん
は
、こ
う
し
た
職
能
意
識
、あ
る
種
の
役
割
意
識
を
鮮
明
に
相
手
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
相
手
の
職
能
（
役
割
）
意
識
を
呼
び
起
こ
し
、「
な
ら
同
じ
じ
ゃ
ん
」
と
思
わ
せ
る
。
そ
う
思
え
る
と
こ
ろ
に
立
っ

て
も
ら
う
。「
お
れ
は
作
家
や
。
君
ら
は
学
生
や
」
と
い
う
い
い
方
に
は
、
大
所
高
所
か
ら
君
た
ち
に
何
か
を
伝
え
る

た
め
に
こ
こ
に

0

0

0

い
る
の
で
な
い
、
君
た
ち
と
同
じ
土
俵
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
固
と
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
小
田
さ
ん
の
い
る
教
室
は
、
高
い
教
壇
か
ら
一
方
的
に
「
学
問
的
」
情
報
を
伝
授
す
る
場
な
ど
で
は
全
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編者　まえがき

く
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
教
室
は
、
ま
さ
に
参
加
す
る
た
め
の
場
な
の
で
あ
り
、
こ
と
ば
と
い
う
交
換
の
手

段
を
用
い
て
お
互
い
が
対
等
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
職
能
」
や
役
割
を
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
場
な
の
で
あ
り
、

参
加
し
交
流
す
る
も
の
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る「
思
想
の
現
場
」と
な
り
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
小
田
さ
ん
に
と
っ

て
、
教
室
は
、
市
民
社
会
そ
の
も
の
で
あ
り
、
大
学
と
い
う
も
の
で
特
定
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
そ
こ
に
い

る
誰
で
も
が
市
民
と
し
て
の
「
生
き
る
術

じ
ゆ
つ」

を
自
ず
と
自
覚
す
る
場
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
教
室
は
、
協

働
し
共
生
す
る
現
場
そ
の
も
の
な
の
だ
。

　

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
述
べ
れ
ば
、
こ
の
本
が
ど
う
い
っ
た
意
図
の
も
と
に
な
っ
た
か
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
く
ど
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
が
小
田
さ
ん
の
書
斎
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

小
田
さ
ん
を
迎
え
た
講
座
は
、
こ
こ
に
と
り
ま
と
め
た
も
の
が
第
二
シ
リ
ー
ズ
で
、
前
年
二
〇
〇
一
年
に
も
ほ
ぼ
同

一
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
講
座
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
、『
こ
こ
で
跳
べ
』（
飯
田
裕
康
・
高
草
木
光
一
編
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
学
期
中
、
週
の
後
半
は
あ
ら
か
た
大
学
の
提
供
す
る
宿
舎
に
住
み
、
そ
こ
で

原
稿
も
書
き
人
に
も
会
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
と
も
気
安
く
交
わ
っ
て
思
想
の
現
場
を
広
げ
ら
れ
た
。
三
田
は
、
小
田
さ
ん

に
と
っ
て
な
じ
み
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
。
慶
應
義
塾
大
学
の
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
（
三
田
山
上
と
も
い
う
）
を
少
々
前

屈
み
に
、
し
か
し
、
き
っ
と
前
方
を
に
ら
ん
で
ゆ
っ
く
り
歩
む
彼
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
「
三
田
の
小
田
さ
ん
」
で
あ
っ

た
。『
何
で
も
見
て
や
ろ
う
』
の
小
田
さ
ん
で
も
な
く
、
ベ
平
連
の
小
田
さ
ん
で
も
な
く
、『H

IRO
SH

IM
A

』
の
小
田

さ
ん
で
も
な
い
。
三
田
の
小
田
さ
ん
で
あ
っ
た
。
小
田
さ
ん
が
い
る
大
学
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
大
学
が
急
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速
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
比
較
的
短
期
間
の
こ
と
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
な
ん
と
し
て
も
き
ち
ん
と
総
括
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

　

そ
も
そ
も
、
六
〇
年
安
保
後
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
世
に
言
う
「
大
学
紛
争
」
の
火
付

け
役
は
、
意
外
に
も
慶
應
だ
っ
た
。
先
鞭
を
つ
け
た
慶
應
の
学
費
闘
争
こ
そ
、
小
さ
な
火
種
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

の
事
態
の
到
来
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
す
で
に
学
生
は
、
個
別
慶
應
を
越
え
て
大
学
の
あ
り
よ
う
に
つ

い
て
鋭
い
批
判
を
突
き
つ
け
た
。
そ
れ
は
連
接
し
た
医
学
部
へ
の
「
米
軍
資
金
導
入
問
題
」
で
一
気
に
大
学
全
体
の
問

題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
安
保
だ
っ
た
。
学
生
運
動
の
戦
略
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
い
や
で
も
大
学

は
変
わ
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
、
既
成
の
大
学
制
度
の
象
徴
で
あ
る
教
授
会
の
解
体
に
と
ど

ま
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、
現
実
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
学
生
に
た
い
す
る
管
理
の
強
化
。
小
田
さ
ん
の

い
い
方
で
い
え
ば
、
大
学
は
ま
さ
に
現
場
と
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
学
問
、
教
育
の
み
な
ら
ず
知
そ
の
も
の
へ
の
根
底
的

問
い
直
し
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
教
授
会
は
解
体
さ
れ
た
が
、
学
部
自
治
の
旧
い
理
念
は
逆

に
強
化
さ
れ
、
か
え
っ
て
大
学
を
め
ぐ
る
旧
来
の
思
想
は
、
こ
と
ご
と
く
保
守
化
し
た
。
そ
し
て
大
学
全
体
の
管
理
へ
、

大
き
く
舵
は
切
ら
れ
た
。
私
学
で
は
、
と
り
わ
け
経
営
の
掌
に
あ
た
る
学
校
法
人
の
力
が
相
対
的
に
強
ま
っ
た
。
そ
し

て
、「
マ
ス
プ
ロ
教
育
」
の
浸
透
で
あ
る
。
大
学
は
、ま
さ
し
く
荒
廃
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
。
一
方
に
「
学
問
的
」

権
威
の
交
代
は
図
ら
れ
た
が
、
他
方
に
と
こ
ろ
て
ん
式
の
教
育
マ
シ
ー
ン
・
人
的
資
本
供
給
マ
シ
ー
ン
と
し
て
の
大
学

が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
七
〇
年
代
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
に
一
括
さ
れ
る
と
は
い
え
、
思
想
の
新
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編者　まえがき

た
な
寄
る
辺
を
生
み
だ
し
て
も
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
現
場
の
思
想
と
は
無
縁
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
新
鮮
な
響
き
の
（
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
珍
奇
な
）
思
想
用
語
を
生
み
だ
し
、
論
文
・
著
書
は
量
産
さ
れ
た
。

学
生
た
ち
は
、
じ
っ
く
り
考
え
る
暇
も
あ
た
え
ら
れ
ず
、
次
か
ら
次
と
繰
り
出
さ
れ
る
言
葉
に
翻
弄
さ
れ
、
い
つ
の
ま

に
か
知
性
の
真
の
基
盤
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
Ｉ
Ｔ
化
は
そ
れ
に
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
た
。
こ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ

る
か
の
よ
う
に
、
大
学
の
知
の
細
切
れ
化
が
進
ん
だ
。
知
は
、
消
費
す
る
対
象
と
な
っ
た
。
知
の
体
系
性
よ
り
も
、
知

の
先
端
性
（
物
珍
し
さ
？
）
が
優
位
に
立
っ
た
。
知
の
中
身
よ
り
は
、「
知
」
を
「
情
報
」
と
し
て
一
元
化
し
、
そ
れ

が
生
み
出
さ
れ
る
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
が
、
本
物
の
知
と
混
同
さ
れ
は
じ
め
た
。
一
年
間
の
講
義
を
じ
っ
く
り
反
芻
し
つ

つ
知
の
自
己
形
成
を
営
む
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
存
在
の
余
地
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
先
に
「
バ

ブ
ル
」
が
や
っ
て
き
た
。

　

バ
ブ
ル
期
は
あ
る
意
味
、
大
学
と
外
部
世
界
と
の
関
連
が
日
本
の
大
学
史
の
な
か
で
最
も
強
化
さ
れ
た
時
期
で
、
産

官
学
協
同
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
企
業
は
、
ほ
と
ん
ど
が
営
業
外
収
益

と
見
な
せ
る
よ
う
な
虚
業
の
収
益
を
も
っ
て
、「
社
会
的
責
任
」
を
す
な
わ
ち	Philanthropy	

を
、
企
業
ガ
ヴ
ァ
ナ

ン
ス
を
一
方
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
も
の
に
し
、
目
を
覆
う
ば
か
り
の
企
業
倫
理
の
崩
壊
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
し
か
も

差
別
的
に
、
大
学
を
対
象
に
展
開
し
た
。
国
か
ら
も
企
業
か
ら
も
入
る
と
こ
ろ
に
は
大
量
の
資
金
が
入
っ
て
き
た
。
大

学
の
教
育
シ
ス
テ
ム
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）、
研
究
体
制
、
情
報
環
境
は
い
っ
き
に
変
わ
っ
た
。

　

文
部
科
学
省
が
推
し
進
め
る
現
在
の
「
21
Ｃ
Ｏ
Ｅ
」
の
前
身
は
、
す
で
に
長
期
不
況
の
さ
な
か
、
一
九
九
〇
年
代
半

ば
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
。
研
究
拠
点
形
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
大
学
格
差
付
け
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
対
象
大
学
と
し
て
選
ば
れ
た
大
学
で
さ
え
、
そ
れ
が
大
学
の
知
の
あ
り
方
に
ど
ん
な
変
化
を
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も
た
ら
す
も
の
か
、
そ
れ
を
い
か
な
る
方
向
に
導
く
必
要
が
あ
る
の
か
を
十
分
体
系
的
に
議
論
す
る
時
間
的
余
裕
さ
え

与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
手
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
み
上
げ
る
こ
と
が
持
続
的
研
究
資
金
導
入
を
保
証
す

る
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。大
学
の
知
の
主
体
性
は
、い
っ
た
い
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
さ
え
見
え
な
く
な
っ

て
し
ま
い
、よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、行
政
の
網
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
大
学
の
姿
し
か
見
え
て
こ
な
く
な
っ
て
い
た
。

「
大
学
に
は
、
最
先
端
の
科
学
技
術
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
講
座
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
最
先
端
技

術
を
疑
う
別
の
発
想
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。」（
本
書
、『
Ⅱ
章　

お
わ
り
に

―
「
人
間
」
の
科
学
へ
』）

　

こ
う
し
た
小
田
さ
ん
の
鋭
い
指
摘
か
ら
ほ
ど
遠
い
情
況
に
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
さ
し
く
、
こ
う
い
う
時
代
に
、
小
田
さ
ん
の
大
学
、「
三
田
の
小
田
さ
ん
」
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

小
田
さ
ん
を
二
〇
〇
一
年
の
第
一
回
の
講
座
に
お
招
き
し
よ
う
と
、「
特
別
招
聘
教
授
」
と
し
て
の
任
用
を
学
部
の

機
関
に
諮
っ
た
と
き
の
議
論
は
、
な
か
な
か
象
徴
的
だ
っ
た
。
ま
ず
、
作
家
を
経
済
学
の
専
門
コ
ー
ス
を
動
か
す
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
に
、
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
。
経
済
学
教
育
と
一
体
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た

実
に
偏
狭
な
学
問
観
が
、
何
の
恥
じ
ら
い
も
な
く
た
た
き
つ
け
ら
れ
る
。
経
済
学
、
い
や
社
会
科
学
研
究
者
と
し
て
の

想
像
力
を
ま
っ
た
く
欠
如
し
た
、
研
究
対
象
に
自
ら
を
売
り
渡
し
た
よ
う
な
議
論
が
ゆ
き
か
っ
た
。
曲
が
り
な
り
に
も
、

わ
が
国
に
お
け
る
経
済
学
研
究
を
リ
ー
ド
す
る
大
学
の
研
究
者
の
も
つ
知
性
の
底
の
浅
さ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
研
究
者
自

ら
が
創
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
「
大
学
に
お
け
る
知
」
の
ゆ
き
ど
こ
ろ
の
な
い
閉
鎖
性
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
た
。
小
田

さ
ん
を
迎
え
る
大
学
と
は
、
せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
程
度
だ
っ
た
。

　

あ
る
打
ち
合
わ
せ
の
席
で
、
小
田
さ
ん
曰
く
、
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編者　まえがき

「
東
京
へ
来
る
新
幹
線
に
早
朝
乗
っ
て
み
い
。
す
ご
い
で
。
同
じ
よ
う
な
ス
ー
ツ
の
人
間
ば
か
り
や
で
。」

　

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
本
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
法
人
資
本
主
義
の
一
面
で
あ
る
。
小
田
さ
ん
が
、
こ
の
言
葉

で
表
そ
う
と
し
た
こ
と
は
実
に
根
が
深
い
。
経
済
学
者
が
機
能
論
的
に
分
析
す
る
法
人
資
本
主
義
論
と
は
ひ
と
味
も
ふ

た
味
も
ち
が
う
。
ま
ず
、
新
幹
線
の
車
内
に
入
っ
た
と
き
の
小
田
さ
ん
の
驚
き
と
と
も
に
、
彼
ら
の
な
か
に
「
会
社
人

間
」
を
、
い
い
か
え
れ
ば
、
個
人
を
超
越
し
た
別
の
「
…
…
人
間
」
を
鋭
く
見
通
し
て
い
る
。
ま
さ
に
新
幹
線
は
小
田

さ
ん
に
と
っ
て
現
場
で
あ
り
、
思
想
の
現
場
と
化
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
大
学
も
ま
た
、
ダ
ー
ク
グ
レ
ー
の
ス
ー
ツ

こ
そ
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
は
い
え
、「
…
…
人
間
」
の
蝟
集
す
る
場
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
正
真
正
銘
、

思
想
の
現
場
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
新
幹
線
の
よ
う
に
移
動
し
て
止
ま
な
い
現
場
な
の
で
あ
る
。

　

小
田
さ
ん
に
ま
と
ま
っ
た
大
学
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
学
を
ま
と
も
に
論
じ
な
い
と
こ
ろ
に
小
田
さ

ん
の
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
だ
が
、
一
連
の
「
現
代
思
想
」
講
座
の
な
か
で
は
、
し
ば
し
ば
大
学
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
小
田
さ
ん
は
、
あ
る
時
期
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
の
教
授
と
し
て
日
本
文
学
を
講
じ
た
経
験

を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
小
田
さ
ん
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
で
二
年
間
教
え
た
。
日
本
学
科
創
設
の
た
め
に
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
友

の
会
』
を
つ
く
っ
て
、募
金
を
は
じ
め
た
。
そ
の
時
気
が
つ
い
た
け
ど
、百
ド
ル
で
も
税
金
控
除
の
対
象
な
ん
で
す
。

税
金
払
う
代
わ
り
に
、
た
と
え
ば
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
寄
付
し
た
ら
い
い
。
こ
の
運
動
の
方
が
有
意
義
だ
と
思
っ
た
ら
そ
こ

へ
寄
付
す
る
。
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
作
る
の
が
近
代
国
家
で
し
ょ
う
。」（
飯
田
裕
康
・
高
草
木
光
一
編
『
小
田
実

の
世
直
し
大
学
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
二
頁
）

　

一
見
、
変
哲
も
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
実
に
重
い
。
ア
メ
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リ
カ
の
大
学
が
理
想
的
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
小
田
さ
ん
に
は
、
あ
る
べ
き
大
学
の
イ
メ
ー
ジ
は
明
確

な
の
だ
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
で
の
で
き
ご
と
は
、
小
田
さ
ん
に
市
民
の
大
学
と
い
う
課
題
、
い
い
か
え
る

と
市
民
の
「
学
び
」
の
場
と
は
、
と
い
う
課
題
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
田
さ
ん
が
理
想
と
す
る
大
学
は
、

国
立
大
学
で
も
私
立
大
学
で
も
な
く
、
い
う
な
れ
ば
市
民
立
大
学
で
あ
る
。
市
民
が
つ
く
り
育
て
る
シ
ス
テ
ム
を
も
っ

た
大
学
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
高
等
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
企
て
に
一
顧
も
与
え
ず
に
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
旧
帝

国
大
学
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
高
等
教
育
に
た
い
す
る
国
家
「
統
制
」
は
、
ご
く
最
近
ま
で
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
私
立
大
学
に
た
い
す
る
諸
種
の
、
特
に
資
金
面
で
の
規
制
は
、
私
大
へ
の
国
家
管
理
と
も
い
う
べ
き
方
向
性

を
い
や
で
も
強
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
私
学
助
成
は
、
私
大
経
営
の
経
常
費
に
ま
で
及
び
、
私
大
教
員
は
、「
三
分
の

一
公
務
員
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
構
造
改
革
と
い
う
名
の
も
と
に
、
高
等
教
育
に

関
し
て
も
大
幅
な
規
制
緩
和
が
な
さ
れ
た
。
国
立
大
学
は
、
独
立
行
政
法
人
と
し
て
組
織
替
え
さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年

に
は
、
一
八
歳
人
口
の
減
少
で
大
学
入
学
志
願
者
数
が
大
学
入
学
定
員
を
下
回
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
大
学
設
置
認
可
の
基
準
が
緩
和
さ
れ
た
た
め
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
手
の
大
学
が
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
高
等
教
育

の
質
を
如
何
に
維
持
し
高
め
て
ゆ
く
か
と
い
っ
た
論
点
は
、
大
学
設
置
の
勢
い
の
前
に
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
。
少
な
か
ら
ぬ
大
学
が
、
い
か
に
入
学
定
員
を
満
た
す
か
に
苦
悩
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
情
況
を
踏
ま
え
、
つ
ぎ
の
小
田
さ
ん
の
発
言
を
反
芻
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の

学
生
の
市
民
的
活
動
も
有
意
義
だ
と
い
う
筆
者
の
言
を
と
ら
え
て
の
発
言
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
。
そ
こ
に
学
問
の
価
値
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
裏
の
側
面
を
見
れ
ば
、
い

ま
の
若
者
は
政
治
的
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
も
政
治
的
で
な
い
か
ら
や
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編者　まえがき

る
ん
だ
と
い
う
意
識
が
ど
こ
か
に
あ
る
。
大
学
の
先
生
も
そ
う
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
本
来
わ
れ
わ
れ
は
政
治
的
に
生
き
て
る
ん
で
す
。
市
民
社
会
の
ポ
リ
ス
的
動
物
で
す
か
ら
。
ポ
リ
ス

と
い
う
の
は
市
民
国
家
で
す
。
そ
う
な
ら
そ
ん
な
こ
と
恐
れ
る
こ
と
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
西
欧
社
会
は
政
治
を
恐

れ
て
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
は
な
ん
だ
か
タ
ブ
ー
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
よ
。
政
治
が
左
翼
で
あ
る
な
ん
て
限
ら

な
い
じ
ゃ
な
い
の
、
右
翼
が
政
治
や
っ
と
る
ん
だ
か
ら
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
を
あ
ま
り
恐
れ
な
い
で
、
大
学
が
政
策

を
提
言
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
い
い
。

　

大
学
の
存
在
自
体
が
ま
る
ご
と
『
政
治
的
』
で
す
よ
。
市
民
社
会
の
根
幹
に
い
る
ん
だ
か
ら
ね
。
政
府
の
『
政

治
』
で
も
な
い
し
、
左
翼
政
党
の
『
政
治
』
で
も
な
い
。
市
民
の
『
政
治
』
と
い
う
理
念
を
は
っ
き
り
打
ち
出
す

の
も
大
学
の
一
つ
の
役
割
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
ね
。」（
前
掲
書
、
六
七
頁
）

「
市
民
社
会
の
根
幹
に
い
る
」
大
学
、
こ
れ
こ
そ
小
田
さ
ん
の
理
想
と
す
る
大
学
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

ポ
リ
ス
の
ポ
リ
ス
た
る
所
以
、
す
な
わ
ち
政
治
に
よ
っ
て
市
民
社
会
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
し
た
関
係
性
を
保
持
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
の
確
信
に
支
え
ら
れ
る
。「
小
田
さ
ん
の
い
る
大
学
」
に
彼
自
身
そ
の
可
能
性
の
一
端
を
見
定
め
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
田
さ
ん
の
話
の
な
か
に
、「
す
る
側
と
さ
れ
る
側
」
と
い
う
議
論
の
枠
組
み
が
よ
く
登
場
す
る
。
小
田
さ
ん
の
思

想
を
語
る
と
き
無
視
し
え
な
い
論
理
な
の
だ
が
、
そ
の
際
、
小
田
さ
ん
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
の
写
真

を
示
す
こ
と
が
多
い
。
写
真
は
、
黒
煙
に
覆
わ
れ
た
大
阪
市
の
一
部
で
、
終
戦
直
前
一
九
四
五
年
六
月
一
日
の
大
阪
空

襲
の
様
子
を
、
上
空
の
Ｂ
29
か
ら
撮
影
し
た
も
の
だ
。
ま
さ
に
さ
れ
る
側
と
し
て
小
田
さ
ん
は
、
こ
の
黒
煙
の
下
、
死
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の
恐
怖
の
修
羅
場
に
い
た
。
小
田
さ
ん
の
戦
争
体
験
の
証
拠
で
も
あ
る
。
そ
し
て
紛
れ
も
な
く
、
小
田
さ
ん
の
現
場
の

思
想
の
原
点
で
も
あ
る
。
小
田
さ
ん
が
こ
の
と
き
ど
ん
な
恐
怖
を
い
だ
い
た
の
か
は
、
同
年
三
月
一
〇
日
の
盛
岡
市
の

空
襲
を
疎
開
先
に
い
て
体
験
し
た
筆
者
に
も
よ
く
わ
か
る
。
あ
の
轟
音
と
色
彩
に
は
、
ま
る
で
何
か
未
知
の
巨
大
な
も

の
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
怖
さ
が
あ
っ
た
。

　

写
真
の
黒
煙
に
覆
わ
れ
る
地
上
に
何
が
あ
っ
た
か
は
、
上
空
か
ら
は
見
え
な
い
。
広
大
な
地
域
を
爆
撃
し
、
戦
果
が

あ
が
っ
た
と
い
う
だ
け
だ
。
し
か
し
、
地
上
は
ま
っ
た
く
違
う
。
あ
る
も
の
は
一
瞬
に
し
て
死
を
迎
え
、
異
様
な
臭
気

の
な
か
で
あ
る
も
の
は
傷
に
う
め
き
、
あ
る
も
の
は
た
だ
泣
き
じ
ゃ
く
り
、
あ
る
も
の
は
恐
怖
に
声
も
立
て
ら
れ
ず
、

た
だ
ふ
る
え
て
い
る
だ
け
だ
。
二
、
三
千
メ
ー
ト
ル
上
空
と
地
上
と
で
は
、
同
じ
現
場
は
共
有
で
き
な
い
の
だ
と
い
う

強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
あ
の
一
葉
の
写
真
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
現
場
を
選
ぶ
か
で
は
な
い
、
否
応
な
し
に

地
上
と
い
う
現
場
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
一
体
何
が
見
え
て
く
る
の
か
。
あ
き
ら
か
に
あ
の
写
真
に
撮
ら
れ
た
世
界
と

は
画
然
と
ち
が
う
。
こ
の
ち
が
い
の
認
識
こ
そ
小
田
さ
ん
の
思
考
の
原
点
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

小
田
さ
ん
は
、つ
ね
に
地
上
に
し
っ
か
り
居
処
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
あ
っ
て
、市
民
運
動
家
小
田
実
は
あ
っ

た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
大
所
高
所
に
た
っ
た
、
実
際
に
は
見
え
て
い
な
い
も
の
を
あ
た
か
も
見
透
し
て
い
る
が
如

き
レ
ト
リ
ッ
ク
で
、
人
を
強
引
に
動
か
そ
う
と
は
し
な
い
。
空
を
覆
う
黒
煙
し
か
見
え
な
い
も
の
よ
り
も
黒
煙
の
下
で

呻
吟
す
る
自
分
の
周
囲
を
見
て
、
は
じ
め
て
現
場
は
自
分
の
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
小
田
さ
ん
の
方
法
論
だ
ろ
う
。
大

き
な
網
を
投
げ
て
一
網
打
尽
に
す
る
よ
り
も
、
自
分
の
網
の
目
を
一
目
ず
つ
広
げ
て
い
っ
て
、
い
つ
し
か
そ
れ
が
大
き

な
網
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
現
代
的
思
考
を
逆
転
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
だ
が
、
小
田
さ
ん
の
ポ
リ

ス
的
知
性
か
ら
見
れ
ば
、
ご
く
当
た
り
前
の
方
法
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
い
や
、
あ
た
り
ま
え
の
方
法
ど
こ
ろ
か
市
民
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編者　まえがき

社
会
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
も
の
な
の
だ
、
と
小
田
さ
ん
は
確
信
し
て
い
る
。

　

本
書
の
な
か
で
は
、
さ
ほ
ど
明
ら
か
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
小
田
さ
ん
は
、「
空
飛
ぶ
鳥
の
目
で
眺
め
る
よ
り
、

地
を
這
う
虫
の
目
で
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
。

「
虫
は
上
を
見
た
ら
い
い
ん
で
す
、
全
宇
宙
を
。
完
全
に
自
由
で
す
。」

　

こ
う
小
田
さ
ん
は
近
著
『
中
流
の
復
興
』（
生
活
人
新
書
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
年
、
八
四
頁
）
で
書
い
て
い

る
。
爆
撃
す
る
側
よ
り
さ
れ
る
側
の
方
が
、
ま
さ
し
く
自
由
な
の
だ
と
い
う
こ
の
言
説
は
、
な
ん
と
含
蓄
に
富
ん
だ
い

い
方
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
元
は
先
に
も
あ
き
ら
か
に
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
大
学
で
の
半
期
の
講
座
で
あ
る
が
、
小
田
さ
ん
を
は
じ
め

参
加
者
た
ち
の
虫
の
目
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
が
ら

0

0

0

0

を
織
り
あ
わ
せ
な
が
ら
、
思
想
の
現
場
を
一
つ
一
つ
組
み

合
わ
せ
、
世
界
を
広
げ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
生
命
倫
理
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
と
き
、
小
田
さ
ん
は
遺
伝
子
操
作
に
伴
う
特
許
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
議
論
の
次
の
段
階
へ
の
自
由
度
を

大
事
に
し
て
、
生
命
倫
理
と
は
こ
う
い
う
も
の
と
い
っ
た
考
え
を
ま
っ
た
く
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
お
か

げ
で
、
と
い
う
と
大
げ
さ
だ
が
、
議
論
の
網
の
目
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
広
が
り
、
つ
い
に
は
教
室
を
超
え
る
こ
と
に
も
な
り
、

そ
こ
で
は
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
職
能
（
役
割
）
を
踏
ま
え
た
論
点
の
交
換
と
い
う
形
を
取
っ
た
、
交
換
と

い
う
限
り
で
は
相
手
の
存
在
に
た
い
す
る
自
覚
に
も
と
づ
い
た
、
ま
さ
し
く
自
由
で
、
全
宇
宙
的
広
が
り
に
つ
う
じ
る

関
係
性
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
に
、
今
日
的
な
大
学
の
知
の
あ
り
よ
う
を
超
え
た
新
た
な

知
へ
の
着
実
な
歩
み
の
起
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
市
民
の
大
学
と
し
て
の
大
学
の
あ
り
よ
う
を

模
索
す
る
可
能
性
も
示
さ
れ
て
い
た
と
い
い
た
い
。
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「
小
田
さ
ん
の
い
る
大
学
」
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
ふ
た
た
び
、
あ
の
教
室
で
の
緊
張
感
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
実

は
そ
の
緊
張
感
、
こ
れ
に
は
、
恐
怖
や
憤
り
、
あ
る
い
は
敬
意
な
ど
が
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
、
ま
と
も
な
対

話
（discourse

）
す
な
わ
ち
意
見
交
換
を
す
る
た
め
の
最
低
の
条
件
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

い
ま
小
田
さ
ん
と
の
「
現
代
思
想
」
講
座
を
ふ
り
返
っ
て
思
う
の
は
、
大
学
と
い
う
場
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
市

民
た
り
え
て
い
た
か
、
市
民
た
り
う
る
の
か
と
の
厳
し
い
問
い
か
け
な
の
だ
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
道
筋
の
な
ん
た
る

か
を
、
生
前
の
小
田
さ
ん
に
示
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
至
極
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
本
書
を
編
む
と

い
う
こ
と
が
、
そ
の
答
え
を
見
出
す
た
め
の
小
さ
い
な
が
ら
も
大
事
な
踏
み
石
な
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
を
、
冥

界
の
小
田
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
。



生
き
る
術
と
し
て
の
哲
学

　　　

　　　　　―
小
田
実
　
最
後
の
講
義
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は
じ
め
に

　

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
一
緒
に
考
え
る
講
座
を
開
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
考
え
る
ひ
と
つ
の
土
台
、

あ
る
い
は
材
料
を
皆
さ
ん
に
提
供
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

世
界
は
い
ま
た
い
へ
ん
な
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
で
し
ょ
う
。
大
き
な
一
枚
の
絵
を
描
い
て
、
そ

れ
で
万
事
う
ま
く
行
く
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
複
雑
怪
奇
に
絡

ま
っ
て
い
る
。「
日
朝
会
談
」
ひ
と
つ
見
て
も
そ
う
で
す
。
日
朝
会
談
、
日
朝
対
話
そ
の
も
の
は

評
価
で
き
て
も
、「
拉
致
疑
惑
」
が
「
拉
致
」
に
な
っ
て
、
し
か
も
た
く
さ
ん
の
人
が
、
お
そ
ら

く
若
く
し
て
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
総
合
的
に
ど
う
評
価
し
た
ら
い
い
の
か
。
世
論

調
査
を
見
て
も
、「
対
話
が
で
き
た
」
こ
と
に
は
八
〇
％
く
ら
い
の
支
持
が
あ
り
、
小
泉
（
１
）

内
閣
〔
当
時
〕
の
支
持
率
も
上
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
世
論
調
査
で
、「
拉
致
事
件
」
に

対
す
る
強
烈
な
怒
り
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
（
２
）。

　

去
年
〔
二
〇
〇
一
年
〕
九
月
一
一
日
に
「
同
時
多
発
テ
ロ
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
お
そ
ら
く

世
界
が
一
変
し
つ
つ
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
後
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
戦
争
を
し
た
。
そ
し
て

今
度
は
「
イ
ラ
ク
を
攻
撃
す
る
」
と
ブ
ッ
シ
ュ
（
３
）
は
言
っ
て
い
る
。
自
由
の
問
題
、
戦
争
と

平
和
の
問
題
が
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
今
年
〔
二
〇

〇
二
年
〕
は
、「
日
朝
会
談
」
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
講
座
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
す
べ
て
を
ト
ー
タ
ル
に
考
え
た
い
。
す
べ
て
は
で
き
な
い
か

《註》（下線は、底本に追加した箇所を示す。没年、退任年など）
1　小泉純一郎（1942-	）。内閣総理大臣（2001-06）。
2　朝日新聞の世論調査（2002 年 9月 18 日実施）によれば，小泉内閣の支持率は，前回（2002 年 8月 31 日・

9月 1日）の 51％から 61％に上昇した。日朝首脳会談に対する評価は，「評価する」が 37％，「どち
らかといえば評価する」が 44％，合計 81％である。「日本人の拉致問題をめぐる北朝鮮側の対応」に
ついては，「納得できる」が 15％，「納得できない」が 76％だった（『朝日新聞』2002 年 9月 20 日）。
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	Ⅰ　世界をどう捉えるか

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
が
重
要
と
考
え
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
私
の
見
解
を
話
し
ま
す
。

一
緒
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。

一
　
二
つ
の「
哲
学
」

　

今
年
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
私
は
ギ
リ
シ
ア
に
出
か
け
て
、
ア
テ
ネ
国
立
大
学
で
講
義

を
し
て
き
ま
し
た
。
講
義
の
依
頼
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
「
日
本
文
学
」
に
つ
い
て
で

す
。
日
本
文
学
と
言
っ
て
も
、
私
は
『
源
氏
物
語
』
や
花
鳥
風
月
の
類
の
話
は
一
切
し
な
い
。
そ

う
い
う
話
は
、
ほ
か
に
書
い
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
私
が
話
し
た
の
は
「
原
爆
文
学
」
で

す
。
原
爆
は
日
本
に
落
と
さ
れ
て
、ひ
と
つ
の
文
学
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
私
も『H

IRO
SH

IM
A

』

（
４
）
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
し
、
林
京
子
（
５
）
や
、
何
人
も
が
書
い
て
い
ま
す
。
講
義

に
は
多
く
の
ギ
リ
シ
ア
の
学
生
が
来
て
く
れ
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
依
頼
さ
れ
た
講
義
の
テ
ー
マ
は
、「
哲
学
」
で
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
は
言
う
ま
で
も

な
く
哲
学
の
本
場
で
す
。「
哲
学
」、《philosophy
》
と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
と
も
と
は
ギ
リ
シ

ア
語
で
す
。《philein

》は「
愛
す
る
」と
い
う
こ
と
、「
キ
ス
す
る
」と
い
う
意
味
も
あ
る
。《sophia

》

は
「
知
恵
」。「
知
恵
を
愛
す
る
」
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
、
明
治
時
代
に
「
哲
学
」
と
い
う
ヘ
ン
テ

コ
な
こ
と
ば
に
で
っ
ち
上
げ
た
わ
け
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
一
年
生
を
《freshm

an

》
と
言
い
ま
す
。
二
年
生
の
こ
と
を
ど
う

言
う
か
？　

二
年
生
は
《sophom

ore

》
と
言
う
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
《sophos
》
は
「
賢
い
」、
3　George	Walker	Bush（1946-	）。アメリカ合衆国第 43代大統領（2001-09）。
4　小田実『HIROSHIMA』講談社，1981 年，講談社文芸文庫，1997 年。
5　林京子（1930-	）。長崎市出身の作家。『林京子全集』（編集委員：井上ひさし，河野多惠子，黒古一夫）

全８巻，日本図書センター，2005 年。
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《m
oros

》
は
「
バ
カ
」
で
す
が
、
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
こ
と
ば
だ
か
ら
、「
賢
バ
カ
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
年
生
に
な
る
と
知
識
を
鼻
に
か
け
て
「
賢
バ
カ
」
に
な
る
。

　

ア
テ
ネ
国
立
大
学
は
、
言
わ
ば
哲
学
の
発
祥
の
地
で
す
。
そ
こ
の
哲
学
科
で
何
を
講
義
す
る

の
か
と
聞
い
た
ら
、「
日
本
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
受
容
」
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
と
言
う
。

誰
が
ど
の
哲
学
者
を
翻
訳
し
た
と
か
、
そ
ん
な
類
の
話
は
ど
う
で
も
い
い
。
た
だ
、
ギ
リ
シ
ア
哲

学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
と
き
に
実
は
重
大
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
話
を
し
ま
し
た
。

　

哲
学
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
皆
さ
ん
が
理
解
し
て
い
る
と
お
り
、
も
の
ご
と
が
何
で
成
立

し
て
い
る
の
か
、
何
で
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
分
析
し
た
り
認
識
し
た
り
す
る
学
問
で
す
。

《Philosophy	in	Thought
》、「
思
考
の
な
か
の
哲
学
」
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
（
６
）
の
イ
デ
ア

（
７
）
説
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
哲
学
史
の
講
義
を
受
け
て
、
あ
く
び
が
出
た
経
験
が
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
す
ぎ
な
い
。
半
分
し
か
理

解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
重
要
な
哲
学
が
あ
り
ま
す
。《Philosophy	in	Action

》、

「
行
動
の
な
か
の
哲
学
」
で
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
そ
れ

を
日
本
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
。

　

古
代
ア
テ
ナ
イ
は
民
主
主
義
の
本
場
で
す
。《dem

ocracy
》
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
、

《dem
os

》
と
《kratia

》
の
合
成
語
で
す
。《dem

os

》
は
「
民
衆
」
の
意
味
で
す
が
、も
う
一
つ
、

「
選
挙
区
」「
居
住
区
」、「
地
域
」、
つ
ま
り
「
住
民
」
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。《kratia

》
は
「
力
」

で
す
。
つ
ま
り「
民
衆
の
力
」が「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
6　Platon（BC427?-BC347）。古代ギリシアの哲学者。ソクラテスの弟子。
7　個別の事物の背後に実在する本質。
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は
、
本
来
選
挙
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
選
挙
は
ロ
ー
マ
時
代
に
始
ま
っ
た
も
の
で
、
ギ
リ
シ
ア

で
は
、
あ
ま
り
選
挙
を
し
て
い
な
い
。
ロ
ー
マ
は
民
主
主
義
で
は
な
く
、
共
和
制
の
名
前
を
借
り

た
独
裁
国
家
で
す
。
そ
こ
か
ら
堕
落
が
始
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
デ
モ
ス
・
ク
ラ
テ
ィ
ア
」、「
民

衆
の
力
」
を
誇
っ
た
の
が
古
代
ア
テ
ナ
イ
で
、
紀
元
前
五
世
紀
に
は
ペ
リ
ク
レ
ス
（
８
）
を
は
じ

め
多
く
の
論
者
が
い
て
、
文
学
も
隆
盛
し
た
。

　

古
代
ア
テ
ナ
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
は
、
一
言
で
言
え
ば
、「
民
衆
が
力
を
も
っ
て
民
衆

が
政
治
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
衆
が
政
治
を
す
る
。
政
治
は
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
か
ら
、そ
こ
か
ら
哲
学
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
《Philosophy	in	Action

》
に
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
哲
学
用
語
で
《logos

》
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
理
性
」
と
い

う
意
味
と
「
こ
と
ば
」
と
い
う
意
味
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。「
理
性
」
と
「
こ
と
ば
」
の
二
つ
が

人
間
の
思
考
活
動
を
形
成
す
る
わ
け
で
す
が
、
明
治
時
代
の
人
は
「
思
弁
」
と
い
う
う
ま
い
訳
語

を
つ
く
っ
た
。
ち
ゃ
ん
と
「
弁
」
が
な
か
に
入
っ
て
い
ま
す
。
哲
学
は
「
理
性
」
の
話
ば
か
り
で
、

「
こ
と
ば
」
の
話
を
し
て
い
な
い
。

　

実
際
の
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
の
政
治
は
、
こ
と
ば
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
民
主
主
義

の
根
本
は
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
こ
と
ば
で
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
政
治
が
、
民
主
主

義
で
す
。
カ
ネ
や
力
を
持
っ
て
く
る
の
は
民
主
主
義
で
は
な
い
。

　

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
人
は
つ
い
て
こ
な
い
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、

人
を
「
説
得
」
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
脅
し
で
は
な
く
、相
手
を
納
得
さ
せ
、そ
の
気
に
さ
せ
る
。
8　Perikles（BC495?-BC429）。古代アテナイの政治家。
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そ
こ
か
ら
「
理
性
」
が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、《logos

》
は
、
も
と
も
と
「
こ
と
ば
」
で
、
次
に

「
理
性
」
と
い
う
意
味
が
派
生
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ギ
リ
シ
ア
で
は
、「
書
く
」
の
前
に
「
し
ゃ
べ
る
」
が
あ
り
、「
読
む
」
の
前
に
「
聞
く
」
が
あ

り
ま
し
た
。
英
語
の
《audience

》
は
、「
聴
衆
」
と
い
う
意
味
と
「
読
者
」
と
い
う
意
味
と
二

つ
あ
り
ま
す
が
、
も
と
の
意
味
は
「
聴
く
人
」
で
す
。
後
に
な
っ
て
か
ら
「
読
者
」
と
い
う
意
味

が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
古
代
ア
テ
ナ
イ
に
は
、
字
が
読
め
な
い
人
は
山
と
い
ま
し
た
が
、
政
治

に
参
加
し
て
い
る
と
、
字
が
読
め
な
く
て
も
理
性
を
も
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
哲
学
の
も
と
は
、

ま
ず
「
し
ゃ
べ
る
」
こ
と
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
９
）
は
市
場
へ

行
っ
て
靴
屋
と
し
ゃ
べ
っ
て
自
分
の
哲
学
を
形
成
し
た
。
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
、
哲
学
の
根
幹
に
あ

る
わ
け
で
す
。

　

し
ゃ
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
達
成
す
る
、
こ
と
ば
で
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
モ

ク
ラ
テ
ィ
ア
を
進
行
す
る
。
そ
う
い
う
思
考
の
も
と
が
、
彼
ら
の
考
え
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
で
す
。

　

ど
う
し
ゃ
べ
り
、ど
う
人
を
説
得
す
る
か
。
そ
れ
が
、《rhetorike

》、つ
ま
り
「
修
辞
学
」
で
す
。

日
本
で
は
、「
単
な
る
修
辞
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、「
修
辞
」
は
大
切
に

は
さ
れ
ま
せ
ん
が
、《rhetoric

》、
ギ
リ
シ
ア
語
で
言
う
と
《rhetorike

》
は
非
常
に
大
事
な
学

問
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
10
）
に
『
レ
ト
リ
ケ
ー
』（
11
）
と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
ど
う
し
ゃ
べ
る
か
、
ど
う
人
を
説
得
す
る
か
、
法
廷
の
弁
論
、
議
会
の

弁
論
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
本
で
す
。
日
本
の
大
学
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
学
の
話
は

9　Sokrates（BC469?-BC399）。古代アテナイの哲学者。
10　Aristoteles（BC384-BC322）。古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子。
11　アリストテレス（戸塚七郎訳）『弁論術』岩波文庫，1992 年。
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し
て
も
、
修
辞
学
の
話
は
誰
も
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
の
大
学
に
は
哲
学
科
は
あ
っ
て
も
、

修
辞
学
科
は
、
こ
の
慶
應
大
学
も
含
め
て
ど
こ
に
も
な
い
で
し
ょ
う
。

「
明
治
革
命
」

―
私
は
「
明
治
維
新
」
と
呼
ば
な
い
、「
明
治
革
命
」
と
呼
ぶ
。
当
時
の
第
三

世
界
の
革
命
だ
か
ら
、
い
ち
ば
ん
似
て
い
る
の
は
ナ
セ
ル
（
12
）
の
「
エ
ジ
プ
ト
革
命
」（
13
）

で
す

―
そ
の
「
明
治
革
命
」
以
後
、
日
本
は
、
西
洋
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
と

き
に
取
捨
選
択
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
が
も
し
植
民
地
だ
っ
た
ら
取
捨
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
。
宗

主
国
の
も
の
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
を
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
、
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
。
日
本
は
独
立
国
だ
か
ら
、
必
要

な
も
の
と
必
要
で
な
い
も
の
を
分
け
た
。
取
捨
選
択
を
し
た
。

　

た
と
え
ば
、一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
、岩
倉
具
視
（
14
）
を
団
長
に
し
て
、使
節
団
が
ア
メ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
ま
す
。
そ
の
報
告
書
が
『
米
欧
回
覧
実
記
』（
15
）
で
、
こ
れ
は
実
に

お
も
し
ろ
い
。
政
府
の
ト
ッ
プ
か
ら
留
学
生
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
人
物
を
連
れ
て
行
っ
て
、
こ
れ
は

い
い
、
あ
れ
は
だ
め
だ
、
と
議
論
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
民
主
主
義
だ
か
ら
、
そ
の
政
治
を
取

り
入
れ
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
議
会
制
民
主
主
義
の
国
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
国
だ
か
ら
、そ
の
政
治
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。
取
っ
た
の
は
プ
ロ
シ
ア
で
、憲
法
ま
で
ち
ょ
っ

と
真
似
を
し
て
つ
く
っ
た
。
た
だ
し
、「
鉄
血
宰
相
」
の
ビ
ス
マ
ル
ク
（
16
）
は
取
っ
て
も
、「
社

会
保
障
」
の
ビ
ス
マ
ル
ク
は
取
っ
て
い
な
い
。
世
界
最
初
の
社
会
保
障
国
家
を
曲
が
り
な
り
に
も

実
現
し
た
の
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
（
17
）
で
す
が
、「
社
会
保
障
」
に
つ
い
て
は
基
本
的
に

12　Gamal	Abdel	Nasser（1918-70）。エジプト・アラブ共和国第２代大統領（1954-70）。
13　エジプト革命。1952 年，自由将校がクーデタを起こし，1953 年共和制宣言。
14　岩倉具視（1825-83）。第２代外務卿（1871）。
15　久米邦武編（田中彰校注）『特命全権大使米欧回覧実記』全５巻，岩波書店，1985 年，岩波文庫，1996 年。
16　Otto	Eduard	Leopold	von	Bismark（1815-98）。プロイセン王国首相（1862-90）。1871 年から

1890 年までドイツ帝国初代宰相を兼務。
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捨
て
ま
し
た
。
日
本
の
近
代
は
、
こ
う
や
っ
て
、
西
洋
の
な
か
の
自
分
に
都
合
の
い
い
も
の
だ
け

を
と
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

西
洋
の
哲
学
を
受
け
入
れ
る
と
き
に
、
分
析
学
と
し
て
の
哲
学
だ
け
を
取
っ
て
、
修
辞
学
や
、

そ
う
い
う
系
統
の
《Philosophy	in	Action

》
は
捨
て
た
。
明
治
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、

そ
の
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
修
辞
学
は
必
要
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
お
も

し
ろ
い
問
題
で
、
論
文
の
テ
ー
マ
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
に
は
、
堕
落
し
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
形
骸
化
し
て
、
教
会
の
な
か
の
問
答
の
よ
う
な
も
の
に
堕
落
し
て
い
た
こ
と

は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
も
っ
と
根
本
的
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
修
辞
学
や
《Philosophy	in	

Action

》
に
は
、
民
主
主
義
が
張
り
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
こ
と
ば
」
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
日
本
は
近
代
国
家
を
つ
く
り
ま
す
が
、

民
主
主
義
国
家
は
つ
く
っ
て
い
な
い
し
、
目
指
し
て
も
い
な
い
。
大
衆
に
演
説
ば
か
り
さ
れ
た
ら

困
る
。
明
治
の
元
勲
た
ち
は
、
統
治
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
う
え
で
取
捨
選
択
を
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
い
ま
で
も
日
本
で
は
「
哲
学
」
と
い
う
と
、
カ
ン
ト
（
18
）
や
ヘ
ー
ゲ
ル
（
19
）
の

話
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
は
非
常
に
特
殊
な
国
で
す
。
た
と
え
ば
、

英
米
に
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
ア
テ
ネ
大
学
の
哲
学
の
先
生
も
、「
小
田

さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、日
本
人
の
哲
学
の
先
生
の
こ
と
が
、よ
く
わ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

「
し
ゃ
べ
る
」、「
聞
く
」
か
ら
始
ま
っ
て
、「
思
考
」
を
固
め
て
い
っ
た
西
洋
社
会
の
あ
り
方
、

（← ）

17　ビスマルクは，社会主義運動に対して厳しい措置をとる一方，災害保険，疾病保険，養老保険などの
各種社会保障制度を整えた。

18　Immanuel	Kant（1724-1804）。ドイツの哲学者。『純粋理性批判』（1781）。『実践理性批判』（1788）。
『判断力批判』（1790）。『永久平和のために』（1795）。『カント全集』全 23冊，岩波書店，1999-2006 年。
全 18冊，理想社，1966-77 年。

19　Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel（1770-1831）。ドイツの哲学者。『精神現象学』（1807）。『大論理学』
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《Philosophy	in	Action

》
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
直
す
と
き
に

来
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。

二
　
い
ま
何
が
問
題
か

　

私
が
こ
の
講
座
で
や
り
た
い
こ
と
は
、
分
析
や
認
識
の
学
問
で
は
な
く
、
実
際
の
現
場
の
な

か
で
ど
う
生
き
る
か
、
現
場
で
ど
う
も
の
を
考
え
る
の
か
で
す
。
だ
か
ら
、《Philosophy	in	

Action

》、《Thought	in	Action

》、
つ
ま
り
「
行
動
の
な
か
の
哲
学
、
思
考
」
を
基
本
的
な

問
題
と
し
て
提
起
し
ま
す
。《Thought	in	Thought

》、「
思
想
の
た
め
の
思
想
」
や
「
考
え
る

た
め
の
考
え
」
で
は
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
講
座
で
は
、
実
際
に
現
場
で
考
え
て
い

る
人
を
呼
ん
で
く
る
と
い
う
提
案
を
し
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
流
行
り
の
有
名
人
を
呼

ん
で
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
度〔
二
〇
〇
一
年
度
〕の「
現
代
思
想
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、簡
単
に
振
り
返
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

私
は
、
今
、
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
で
「
現
代
思
想
」
を
講
じ
て
い
る
。

「
現
代
思
想
」
を
講
じ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
20
）
が

ど
う
し
た
か
、フ
ー
コ
ー（
21
）が
何
を
考
え
た
か
の
た
ぐ
い
を
学
生
に
教
え
る
こ
と
を
や
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
が
「
介
ぞ
え
役
」
の
飯
田
裕
康
、
高
草
木
光
一
の
二
教
授
と
と
も

（1812-16）。『エンチクロペディ』（1817-30）。『法哲学』（1821）。『ヘーゲル全集』全 20巻 32 冊，岩
波書店，1931-2001。

20　Martin	Heidegger（1889-1976）。ドイツの哲学者。『存在と時間』（1927）。
21　Michel	Foucault（1926-84）。フランスの哲学者。『言葉と物』（1966）。
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に
九
月
以
来
毎
週
金
曜
日
の
こ
の
講
座
で
し
て
き
た
こ
と
は
、
人
生
、
社
会
の
現
場
で
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
に
対
し
、ぶ
つ
か
り
、そ
こ
で
格
闘
す
る
こ
と
を
通
し
て
、自
ら
の
現
場
の
「
現

代
思
想
」
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
来
た
「
現
場
の
思
想
家
」
を
招
い
て
そ
の
思
想
形
成
を
語
っ

て
も
ら
い
、
私
が
そ
れ
を
受
け
て
私
自
身
の
思
想
を
展
開
し
、
学
生
た
ち
も
自
由
に
質
問
し
、

意
見
を
述
べ
て
自
ら
の
思
想
を
か
た
ち
づ
く
る

―
こ
れ
が
私
た
ち
の
「
現
代
思
想
」
の
講

座
だ
。（
講
座
の
こ
う
し
た
基
本
構
想
の
子
細
は
、
二
教
授
が
私
と
語
っ
て
つ
く
っ
た
「
飯

田
裕
康
、
高
草
木
光
一
編
・
小
田
実
の
世
直
し
大
学
」（
筑
摩
書
房
）
の
な
か
に
あ
る
。
一
読

さ
れ
る
と
よ
い
。）

　

誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
き
た
い
が
、
こ
の
講
座
は
、
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
現
場

の
人
を
招
い
て
体
験
を
語
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
場
の
人
の
「
現
代
思
想
」

を
そ
の
人
自
身
に
よ
っ
て
論
じ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
五
人
の
「
現
場
の
思
想
家
」
に
こ
れ
ま

で
来
て
も
ら
っ
た
が
、
皮
切
り
は
「
西
欧
化
」「
近
代
化
」
の
問
題
を
彼
自
身
の
創
作
活
動

の
な
か
で
追
求
し
て
き
た
韓
国
の
作
家
黄

フ
ア
ン

晢ソ

暎ギ
ヨ
ン（

22
）
氏
、
五
人
の
し
ん
が
り
は
つ
い

先
日
の
志
位
和
夫
（
23
）
氏
。
志
位
氏
は
日
本
共
産
党
の
委
員
長
だ
が
、
私
た
ち
は
彼
に
共

産
党
の
政
策
を
述
べ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
招
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
今
、
市
民
と
議
会
制

民
主
主
義
の
乖
離
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
が
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か

―
の
思
想

的
課
題
に
つ
い
て
「
現
場
の
思
想
家
」
と
し
て
論
じ
る
こ
と
を
頼
み
、
彼
も
そ
の
求
め
に
こ

た
え
て
い
い
講
義
を
し
た
。

22　黄晢暎（1943-	）。韓国の作家。2001 年度「現代思想」のゲスト・スピーカーの一人。飯田裕康・高
草木光一編『ここで跳べ―対論「現代思想」』慶應義塾大学出版会，2003 年，26-45 頁。

23　志位和夫（1954-	）。衆議院議員（1993-	）。日本共産党委員長（2000-	）。2001年度「現代思想」のゲスト・
スピーカーの一人。飯田裕康・高草木光一編『ここで跳べ』206-233 頁。
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今
は
全
世
界
に
わ
た
っ
て
、
現
実
の
事
態
の
大
混
迷
と
と
も
に
思
想
的
に
も
大
混
乱
の
時

代
だ
。
こ
れ
ま
で
に
常
識
と
し
て
あ
っ
た
論
理
、
倫
理
が
ゆ
ら
ぎ
、
根
底
か
ら
覆
さ
れ
よ
う

と
さ
え
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
が
今
も
っ
と
も
鋭
い
、
そ
し
て
、
重
い
か
た
ち
で
出
て
き
て

い
る
の
が
、「
同
時
多
発
テ
ロ
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
報
復
戦
争
」
と
い
う
戦
争
、
暴
力
の

問
題
で
も
あ
れ
ば
、
臓
器
移
植
、
遺
伝
子
操
作
な
ど
か
ら
始
ま
る
「
生
命
科
学
」
の
領
域
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
後
者
の
「
生
命
科
学
」
に
か
か
わ
っ
て
、
私
た
ち
は
臓
器
移
植
拒
否

か
ら
始
ま
っ
て
遺
伝
子
操
作
、
生
殖
細
胞
加
工
、
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
製
、
製
造
に
明
確

に
反
対
す
る
思
想
的
立
場
を
と
る
脳
外
科
医
の
山
口
研
一
郎
（
24
）
氏
を
「
現
場
の
思
想
家
」

と
し
て
招
き
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
学
生
た
ち
が
、
あ
る
意
味
で
も
っ

と
も
鋭
く
、
そ
し
て
重
く
反
応
を
示
し
た
の
が
、
こ
の
「
生
命
科
学
」
に
か
か
わ
っ
て
の
山

口
氏
の
講
義
だ
っ
た
（
25
）。

　

山
口
研
一
郎
氏
の
見
解
に
賛
成
す
る
か
反
対
す
る
か
、
そ
れ
自
体
が
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

山
口
氏
の
提
示
し
た
問
題
を
自
分
で
考
え
る
こ
と
が
こ
の
講
座
の
眼
目
で
す
。
考
え
る
た
め
の
種

子
を
提
供
す
る
か
ら
、
一
緒
に
考
え
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
。

　

去
年
の
九
月
以
来
、
世
界
は
急
速
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
否
が
応
で
も
、
こ

の
時
代
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
イ
ラ
ク
に
攻
撃
を
か
け
た
場
合
、
タ
テ
マ
エ
と
し
て
き
た
「
文
明
」

次頁へ

24　山口研一郎（1949-	）。脳神経外科医。現代医療を考える会代表。次の註 25を参照。
25　小田実「『現代思想』大混乱の時代『生命科学』の特許公開を（西雷東騒）」『毎日新聞』2001 年 12 月 18 日。

小田実『西雷東騒―思索と発言２』岩波書店，2005 年，83-85 頁。山口研一郎氏は，「現代思想」の
講義（2001 年 11 月 2日）「脳死・臓器移植拒否宣言」において，現代医療・医学の問題点を鋭く指摘
した。次の週の講義（2001 年 11 月 9 日）では，本書の編者である飯田裕康と高草木光一が，山口氏
の講義に対する参加者のアンケート結果を分析しながら，問題点を整理し直した。その翌週（2001 年
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の
構
造
は
崩
れ
ま
す
。「
眼
に
は
眼
を
、歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
論
理
で
テ
ロ
リ
ス
ト
に
向
か
え
ば
、

テ
ロ
リ
ス
ト
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も
、
ア
ル
カ
イ
ダ
と
イ
ラ
ク
の
関
係
は
、
何

も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
間
発
表
さ
れ
た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
「
安
全
保
障
戦
略
」（
26
）
を

読
み
ま
す
と
、「
何
が
何
で
も
や
っ
つ
け
る
」
と
い
う
意
志
が
強
く
出
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、

歴
史
的
瞬
間
を
生
き
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
毎
月
『
毎
日
新
聞
』
に
書
い
て
い
る
も
の
（
27
）
の
な
か
で
、
皆
さ
ん
の
思
考
の
土
台
に

な
る
と
思
う
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。

「
私
に
と
っ
て
の
八
月
一
四
日
」（
28
）
は
、
私
の
思
想
的
原
点
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

八
月
一
五
日
で
は
な
く
て
八
月
一
四
日
で
す
。
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
に
大
阪
大
空
襲
が
あ
り

ま
し
た
。
私
は
そ
の
現
場
に
い
た
。
敗
戦
の
一
日
前
で
す
か
ら
、
敗
戦
は
既
に
決
ま
っ
て
い
た
。

決
ま
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爆
撃
を
受
け
た
。
私
は
そ
こ
で
死
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な

い
。「
な
ぜ
爆
撃
を
受
け
た
の
か
」
が
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
。
日
本
も
、ア
メ
リ
カ
も
国
家
は
怖
い
。

こ
れ
は
肝
に
銘
じ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
。

「『
任
期
一
期
』
の
政
権
の
賭
け
」（
29
）
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
す
。
皆

さ
ん
が
知
っ
て
い
る
と
お
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
ゴ
ア
（
30
）
と
接
戦
の
う
え
、
実
際
に
は
ど
ち
ら

が
勝
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で
大
統
領
に
な
っ
た（
31
）。
ブ
ッ
シ
ュ
が
大
統
領
に
就
い
た
と
き
、

日
本
の
ア
メ
リ
カ
通
と
さ
れ
る
人
た
ち
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
全
員
、「
一

期
目
は
政
権
不
安
定
だ
か
ら
、
一
期
目
は
お
と
な
し
く
し
て
い
て
二
期
目
か
ら
や
り
た
い
こ
と
を

11 月 16 日）は，小田実が「先端医療と生命倫理」と題する講義を行い，最後に，「生命科学に関する
ものは特許をとらない」という条件をつけることで生命科学の発展をコントロールすることを提案した。
2001 年度の最後の講義（2002 年 1月 18 日）では，この「生命科学の特許」の問題をめぐって，小田，
山口，飯田，高草木の 4名でシンポジウムを行った。以上については，飯田裕康・高草木光一編『ここ
で跳べ』に収録されている。

26　The	National	Security	Strategy	of	 the	United	States	of	America,	The	White	House,	September	
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や
る
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。
私
の
見
解
は
違
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
政
治
を
見

ま
す
と
、
一
期
目
に
や
ら
な
け
れ
ば
二
期
目
に
つ
な
げ
な
い
。
一
期
目
が
危
う
い
状
態
で
あ
れ
ば
、

な
お
さ
ら
勝
負
に
出
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
書
い
た
。
パ
ウ
エ
ル
（
32
）
や
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
（
33
）

の
こ
と
も
書
い
た
。
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
に
私
は
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
最
初
か
ら
相
当
な
こ

と
を
し
か
け
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い

う
国
を
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

去
年
こ
の
「
現
代
思
想
」
の
講
座
を
開
講
す
る
直
前
に
起
こ
っ
た
「
九
月
一
一
日
」
に
つ
い
て
、

私
は
「
日
本
の
市
民
と
し
て
考
え
る
」（
34
）
を
書
き
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
に
飛
行
機
を
ぶ
つ
け
る
「
同
時
多
発
テ
ロ
」
を
、
他
の
人
た
ち
は
み
な
「
異
様
な
こ
と
」
と
し

て
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
違
う
。「
日
本
の
市
民
と
し
て
考
え
る
」
の
は
、
こ
れ
は
日
本
人

が
や
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。か
つ
て
、日
本
は「
神
風
攻
撃
」を
し
か
け
、パ
ー

ル
・
ハ
ー
バ
ー
を
「
奇
襲
攻
撃
」
し
た
。
ひ
た
す
ら
自
分
た
ち
の
「
正
義
」
を
信
じ
て
そ
う
し
た

攻
撃
を
行
い
、
わ
れ
わ
れ
は
負
け
た
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
が
間
違
っ
て
い
た
と
感
じ
た
か
ら
こ

そ
、「
平
和
憲
法
」
を
考
え
た
。
そ
う
い
う
趣
旨
で
書
い
て
い
ま
す
。
九
月
一
一
日
の
夜
、
新
聞

社
か
ら
電
話
で
依
頼
が
あ
っ
て
、
徹
夜
で
書
き
ま
し
た
。

「『
同
盟
国
』
日
本
が
今
文
明
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」（
35
）
は
、
九
月
一
一
日
か
ら
少
し

時
間
が
経
っ
た
時
点
で
書
い
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
く
っ
つ
い
て
行
く
こ
と
は
な
い
、
と
書
い

て
い
ま
す
。

2002.「必要に迫られれば先制攻撃で自国を防衛する権利を行使するために，単独行動もためらわない」
とした。「『ブッシュ・ドクトリン』圧倒的軍事力を堅持　米，新戦略を発表」『朝日新聞』2002 年 9月
21 日。

27　小田実が『毎日新聞』東京版に月1回掲載していた「西雷東騒」。1999年 7月 27日に始まり，2006年
3月 28 日で終了した。小田実『西雷東騒―思索と発言２』（岩波書店，2005 年）に収録されている。

28　小田実「私にとっての八月一四日（西雷東騒）」『毎日新聞』1999 年 7月 27 日。『西雷東騒』3-5 頁。
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「
小
国
の
視
点
」（
36
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
話
と
し
て
書
き
ま
し
た
が
、
い
ま
「
大
国
」
の
視
点

ば
か
り
で
「
小
国
の
視
点
」
が
欠
け
て
い
る
と
思
う
。「
さ
れ
る
側
」
の
小
国
の
視
点
で
す
。
私

は
ギ
リ
シ
ア
へ
行
っ
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
つ
い
て
講
義
し
た
あ
と
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
現
実
を
見
て

き
た
。
そ
れ
が
こ
の
「
小
国
の
視
点
」
で
す
。
私
は
、
古
典
の
世
界
と
現
実
の
世
界
を
い
つ
も
結

び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。

　

次
に
、「
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
い
う
名
の
『
関
東
軍
』」（
37
）
で
す
。
知
っ
て
の
と
お
り
、
関

東
軍
は
勝
手
に
戦
乱
を
広
げ
て
、
日
本
政
府
は
そ
れ
を
追
認
し
た
。
同
じ
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
い

う
関
東
軍
は
勝
手
に
戦
争
を
し
か
け
、
日
本
は
そ
れ
を
追
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
。

「
ア
テ
ナ
イ
と
ア
メ
リ
カ
合
州
国
・
そ
の
酷
似
」（
38
）
で
は
、
い
ま
ア
メ
リ
カ
合
州
国
が
や
っ

て
い
る
こ
と
は
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
帝
国
と
同
じ
く
民
主
主
義
の
名
前
を
借
り
た
暴
挙
だ
と
い
う
趣

旨
で
書
き
ま
し
た
。
そ
の
ア
テ
ナ
イ
は
や
が
て
崩
壊
し
て
、
ロ
ー
マ
が
勃
興
し
ま
す
が
、
い
ま
は

そ
う
い
う
過
渡
期
だ
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
が
イ
ラ
ク
を
攻
撃
し
て
何
が
起
こ
る
か
と
言
え

ば
、
二
一
世
紀
ま
で
文
明
が
構
築
し
て
き
た
も
の
が
つ
ぶ
れ
て
い
く
。
自
分
だ
け
が
何
で
も
で
き

る
と
言
っ
て
勝
手
な
こ
と
を
や
り
だ
し
て
か
ら
、
ア
テ
ナ
イ
帝
国
も
ロ
ー
マ
帝
国
も
滅
亡
へ
の
道

を
歩
ん
だ
。

「
今
、
こ
の
世
界
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
考
え
る
」（
39
）
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
で
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
が
負
け
、
ベ
ト
ナ
ム
が
勝
っ
た
の
か
、
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

は
自
分
た
ち
が
負
け
た
原
因
を
ま
っ
た
く
反
省
せ
ず
に
、
ま
た
同
じ
誤
り
を
繰
り
返
そ
う
と
し
て

29　小田実「『任期一期』の政権の賭け（西雷東騒）」『毎日新聞』2001 年 3月 27 日。『西雷東騒』60-62 頁。
30　Albert	Arnold	"Al"	Gore（1948-	）。アメリカ合衆国の政治家。ビル・クリントン（William	

Jefferson	"Bill"	Clinton，1946-	）政権の副大統領。
31　2003 年 11 月 7日に本選挙が行われたアメリカ大統領選挙で共和党のブッシュが民主党のゴアに僅差

で勝ったものの，とくにフロリダ州において投票用紙の不備等による疑惑が指摘され，連邦最高裁判所
の判断による「政治的」な決着となった。
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い
ま
す
。

「
歯
止
め
が
崩
れ
か
か
っ
て
来
て
い
る
」（
40
）
で
は
、
戦
後
世
界
の
な
か
で
あ
っ
た
二
つ
の
歯

止
め
を
議
論
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
」
の
強
制
収
容
所
や
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ

ツ
は
も
う
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
共
通
の
認
識
で
す
。
こ
れ
が
歯
止
め
に
な
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
そ
れ
が
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
」
に
や

ら
れ
た
側
の
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
殺
戮
攻
撃
を
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
疑
わ
し
い
連

中
を
根
こ
そ
ぎ
攻
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
が
イ
ラ
ク
に
ま
で
攻
撃
を
し
か
け
れ
ば
、

い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
ま
す
が
、
ナ
チ
ス
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
う
一
つ
の
歯
止
め
は
日
本
で
す
。
た
と
え
ば
、
福
田
官
房
長
官
（
41
）〔
当
時
〕
は
、
政

府
高
官
の
意
見
と
称
し
て
「
非
核
三
原
則
」
の
見
直
し
は
よ
ろ
し
い
と
言
い
出
し
た
。
日
本
の
錦

の
御
旗
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
」「
ナ
ガ
サ
キ
」
で
し
ょ
う
。
日
本
が
世
界
に
発
言
権
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

金
持
ち
国
だ
か
ら
で
は
な
く
て
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」「
ナ
ガ
サ
キ
」
の
被
爆
体
験
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
原
爆
の
被
害
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
歯
止
め
が
崩
れ
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
も
と
『
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
留
学
生
』
と
し
て
今
ア
メ
リ
カ
を
考
え
る
」（
42
）。
私
は

フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
留
学
生
で
し
た
。
一
九
五
八
年
か
ら
五
九
年
ま
で
、
私
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
ま
し
た
。
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
奨
学
金
の
お
蔭
で
す
。
こ
の
制
度
が
な
け

れ
ば
、ア
メ
リ
カ
に
行
く
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
っ
た
。
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
（
43
）
と
い
う
政
治
家
は
、「
世

界
が
平
和
に
な
る
た
め
に
若
者
を
招
く
」
と
い
う
理
想
を
掲
げ
た
。
理
想
を
掲
げ
た
留
学
制
度
は

32　Colin	Luther	Powell（1937-	）。アメリカ合衆国の政治家。元軍人。レーガン（Ronald	Wilson	
Reagan，1911-2004）政権で国家安全保障担当大統領補佐官（1987-89），ジョージ	H.	W.	ブッシュ
（George	Herbert	Walker	Bush,	1924-）政権では，統合参謀本部議長（1989-93）として湾岸戦争を
指揮した。ジョージ・ウォーカー・ブッシュ政権で国務長官（2000-05）。

33　Richard	Lee	Armitage（1945-	）。アメリカ合衆国の政治家。軍人。レーガン政権で国防次官補代理，
国防次官補。ジョージ・ウォーカー・ブッシュ政権で国務副長官（2000-04）。
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世
界
に
こ
れ
だ
け
し
か
な
い
。
そ
の
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
の
理
想
を
い
か
に
ア
メ
リ
カ
自
身
が
踏
み
に

じ
っ
て
い
る
か
。

　

い
ま
の
日
本
に
つ
い
て
、
中
山
千
夏
（
44
）
さ
ん
が
「
私
が
ニ
ュ
ー
ス
を
嫌
悪
す
る
理
由
」

（
45
）
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
は
、「
右
傾
化
」
の
こ
と
で
す
。

　

ニ
ュ
ー
ス
に
対
す
る
嫌
悪
の
最
大
の
も
の
は
、
私
の
政
治
的
信
条
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
。

　

国
旗
・
日
の
丸
、
国
歌
・
君
が
代
の
制
定
反
対
。

　

自
衛
隊
は
違
憲
。

　

天
皇
は
い
ら
な
い
。

　

非
軍
備
・
交
戦
権
放
棄
の
憲
法
第
九
条
を
支
持
す
る
。

　

三
十
年
前
、
こ
れ
ら
は
さ
ほ
ど
偏
っ
た
意
見
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
主
流
だ
っ
た
と
さ

え
言
え
る
。
私
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
身
に
つ
け
た
。
そ
の
後
、
思

え
ば
思
う
ほ
ど
納
得
で
き
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
保
持
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が

十
年
二
十
年
と
経
る
う
ち
に
、
こ
れ
ら
は
極
左
の
意
見
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
が
左
へ

行
っ
た
の
で
は
な
い
。
私
は
進
歩
も
な
く
同
じ
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
の
に
、
世
の
中
が
右

へ
寄
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

34　小田実「日本の市民として考える」『朝日新聞』2001 年 9月 13 日。小田実『市民の文
ロゴス

―思索と発言１』
岩波書店，2005 年，25-26 頁。

35　小田実「『同盟国』日本が今文明から求められていること（西雷東騒）」『毎日新聞』2001 年 9月 18 日。
『西雷東騒』75-77 頁。

36　小田実「小国の視点（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 4月 30 日。『西雷東騒』94-96 頁。
37　小田実「アメリカ合州国という名の『関東軍』（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 5月 28 日。『西雷東騒』
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三
〇
年
前
に
は
、
賛
成
か
反
対
か
は
別
と
し
て
、
天
皇
制
の
是
非
に
つ
い
て
み
ん
な
が
論
じ
て

い
た
。
い
ま
で
は
、
議
論
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

三
　
現
場
の
思
想

　

い
ま
世
界
は
混
沌
と
し
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
の
世
界
は
「
現
場
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
現
場
」
は
「
場
」
と
は
違
う
。
た
と
え
ば
、

「
恋
愛
の
現
場
」
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、「
不
倫
の
現
場
」
と
は
言
う
だ
ろ
う
。「
現
場
」
は

波
風
が
立
つ
場
所
だ
。「
散
歩
の
現
場
」
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
散
歩
し
て
い
る
途
中
で
襲

わ
れ
た
ら
、
そ
こ
が
「
現
場
」
と
な
る
。
何
か
が
起
こ
る
と
、「
場
」
は
途
端
に
「
現
場
」
に
な

る
。
い
ま
は
世
界
中
が「
現
場
」だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
次
か
ら
次
に
起
こ
っ

て
い
る
。
原
子
力
発
電
所
は
、
ひ
び
割
れ
を
隠
し
て
い
た
（
46
）。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、

食
肉
の
産
地
を
ご
ま
か
し
て
い
た
。
何
を
信
じ
た
ら
い
い
の
か
。
新
聞
を
見
れ
ば
、毎
日
「
現
場
」

だ
ら
け
だ
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ま
で
が
「
現
場
」
だ
。
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
時
代

に
生
き
て
い
ま
す
。

「
社
会
主
義
」
の
理
想
は
費
え
て
、
次
々
に
世
界
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
資
本
主
義

が
い
い
の
か
と
言
え
ば
、
金
儲
け
に
狂
奔
し
て
方
向
を
見
失
っ
て
い
る
。
い
ま
、
政
治
や
経
済
の

シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
立
て
直
し
の
と
き
に
来
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
「
現
場
」
だ
。

「
現
場
」で
は
、自
分
で
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
判
断
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。「
恋
愛
の
場
」

97-99 頁。
38　小田実「アテナイとアメリカ合州国・その酷似（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 2月 26 日。『西雷東騒』

89-91 頁。
39　小田実「今，この世界の中で，あらためてベトナム戦争を考える（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 3

月 27 日。『西雷東騒』91-94 頁。
40　小田実「歯止めが崩れかかって来ている（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 6 月 25 日。『西雷東騒』



38

が
「
不
倫
の
現
場
」
に
な
っ
た
途
端
に
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
噴
出
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、「
恋

愛
の
自
由
」
と
い
う
価
値
観
と
「
家
族
の
絆
」
と
い
う
価
値
観
が
衝
突
す
る
。
そ
の
ま
ま
放
っ
て

お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
自
分
で
基
準
を
つ
く
っ
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
識
を
集
め

て
自
分
自
身
で
判
断
す
る
と
き
に
、《Philosophy	in	Thought

》
で
は
役
に
立
た
な
い
。
議

論
し
あ
い
な
が
ら
形
成
す
る
《Philosophy	in	Action

》
が
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、

「
わ
れ
ら
」
で
は
な
く
て
、「
わ
れ
゠
わ
れ
」
で
考
え
よ
う
。
私
は
『
わ
れ
゠
わ
れ
の
哲
学
』（
47
）

と
い
う
本
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
小
田
実
評
論
撰
３
』（
48
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
゠
わ
れ
」
は
、「
一
人
で
も
や
る
、
一
人
で
も
や
め
る
」
と
い
う
勇
気
を
も
っ
た
一
人
一
人

の
「
わ
れ
」
で
構
成
さ
れ
る
。
決
し
て
、「
わ
れ
ら
」
に
収
斂
さ
れ
な
い
。

　

そ
う
し
た
「
現
場
」
の
判
断
の
条
件
に
つ
い
て
、私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
こ
れ
か
ら
話
し
ま
す
。

　

ま
ず
、「
さ
れ
る
側
」
か
ら
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
市
民
」
は
「
さ
れ
る
側
」、「
殺
さ

れ
る
側
」
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
権
力
者
は
「
す
る
側
」
で
す
。
小
泉
純
一
郎
は
「
す
る
側
」

だ
か
ら
、「
日
朝
国
交
回
復
が
前
提
だ
」
と
言
う
。
外
務
省
は
、「
安
否
情
報
を
得
る
」
の
が
前
提

で
し
ょ
う
。
そ
こ
を
狡
猾
な
金キ

ム

正
ジ
ヨ
ン

日イ
ル（

49
）
に
逆
手
に
す
く
わ
れ
た
。「
そ
れ
な
ら
安
否
情
報

を
出
し
て
や
る
」
と
。
安
否
情
報
に
関
す
る
外
務
省
の
内
々
の
感
触
は
、
要
す
る
に
五
、
六
人
の

名
前
を
出
し
て
、
あ
と
は
ぼ
や
か
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
多
数
の
人
が

死
ん
で
い
る
と
い
う
情
報
が
出
て
き
て
、愕
然
と
し
た
。
向
こ
う
は
強
い
。「
安
否
情
報
は
出
し
た
。

ア
イ
・
ア
ム
・
ソ
ー
リ
ー
（I	am

	sorry.

）」
と
言
え
ば
い
い
。「
さ
れ
る
側
」
の
拉
致
家
族
の

99-102 頁。
41　福田康夫（1936-	）が小泉内閣官房長官時代の 2002 年 5月 31 日の記者懇談会で，将来における核保

有と非核三原則の見直しの可能性に言及したことを指す。
42　小田実「もと『フルブライト留学生』として今アメリカを考える（西雷東騒）」『毎日新聞』2002 年 9

月 24 日。『西雷東騒』108-111 頁。
43　James	William	Fulbright（1905-95）。連邦下院議員（1943-45）。連邦上院議員（1945-75）。
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人
た
ち
は
当
然
怒
り
ま
す
。

　

日
本
人
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、「
さ
れ
る
側
」の
人
た
ち
が
進
ん
で「
す
る
側
」の
立
場
で
考
え
る
、

と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
が
市
民
集
会
で
し
ゃ
べ
る
と
、
必
ず
「
小
田
さ
ん
の
言
う

と
お
り
に
や
っ
た
ら
日
本
国
は
つ
ぶ
れ
ま
す
」
と
立
ち
上
が
る
人
が
い
る
。「
あ
な
た
は
総
理
大

臣
か
」と
言
っ
て
や
り
ま
す
。
何
で
そ
の
へ
ん
の
煙
草
屋
の
お
じ
さ
ん
が
、総
理
大
臣
の
身
に
な
っ

て
一
生
懸
命
考
え
る
の
か
。
な
ぜ
「
さ
れ
る
側
」
の
人
間
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
す
る
側
」
に
回
る
の

か
。
こ
ん
な
国
は
日
本
だ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
「
さ
れ
る
側
」
が
す
べ
て
正
し
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
「
あ
っ
ち
も
こ
っ
ち

も
大
事
で
す
」
と
言
っ
て
い
た
ら
、
永
遠
に
埒
は
明
か
な
い
。
右
を
見
て
左
を
見
て
「
明
日
や
り

ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
、
明
日
に
な
れ
ば
誰
も
来
な
い
。

　

次
に
大
事
な
こ
と
は
、「
知
的
で
あ
る
こ
と
」
で
す
。
皆
さ
ん
は
大
学
生
な
ん
だ
か
ら
、
知
的

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。「
知
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
大
き
な
広
い
円
の
な
か
で
も
の
を
考
え
る

こ
と
、
そ
し
て
大
き
な
時
間
的
な
広
が
り
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
知
識
が
必

要
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
必
要
な
の
は
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（hum

an	im
agination

）」

で
す
。「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
も
と
は
知
識
で
す
が
、
知
識
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
知

識
を
超
え
て
「
人
間
的
想
像
力
」
を
駆
使
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　
皆
さ
ん
が
会
社
に
入
っ
た
ら
、
儲
け
の
た
め
に
は
嘘
を
つ
い
た
ほ
う
が
い
い
、
シ
ュ
ラ
ウ
ド
（
50
）
44　中山千夏（1948-	）。作家。元俳優，タレント。元参議院議員。
45　中山千夏「私がニュースを嫌悪する理由」『総合ジャーナリズム研究』39巻 3号，東京社，2002 年 7月。
46　東京電力の柏崎刈羽，福島第一，福島第二の三原発の 13基で，1980 年代から 1990 年代にかけて，シュ

ラウド（炉心隔壁）のひび割れなどのトラブルについて，修理記録の改竄や虚偽報告など 29件の不正
が内部告発によって暴露された。原子力資料情報室『検証　東電原発トラブル隠し』岩波ブックレット，
2002 年，参照。
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の
ひ
び
割
れ
も
隠
せ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
で
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、
結
局
そ
の
会
社
自
体
が
つ
ぶ
れ
ま
す
。
大

き
な
広
が
り
、大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、将
来
を
見
据
え
る
。
そ
の
と
き
の
原
点
は
、「
人

間
」
に
と
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
で
す
。

四
　
イ
ラ
ク
と
北
朝
鮮

　

ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
つ
い
て
は
、絶
対
に
反
対
す
べ
き
だ
と
私
は
思
う
。
私
は「
声

明
」
を
出
し
ま
し
た
。

　

誰
が
ど
う
考
え
て
も
、

　

ア
メ
リ
カ
が
イ
ラ
ク
を
先
制
攻
撃
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
私
た
ち
、
日
本
、
世
界
の

市
民
は
反
対
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
国
連
か
ら
の
孤
立
も
辞
さ
な
い
し
、
核
に
よ
る
無
差
別
攻
撃
の
可
能
性
さ
え

明
言
し
て
い
る
。

　

日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
も
イ
ラ
ク
と
も
友
好
関
係
を
保
つ
国
で
あ
る
。

　

日
本
は
、
そ
の
立
場
で
、
一
方
的
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
加
担
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

日
本
は
、
両
国
の
間
で
仲
介
の
労
を
惜
し
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
行
為
を
や
め
さ
せ
る
よ

う
に
せ
よ
（
51
）。

47　小田実『われ゠われの哲学』岩波新書，1986 年。
48　小田実『小田実評論撰３　80年代―「われ゠われ」の哲学など』筑摩書房，2001 年。
49　金正日（1942-	2011）。朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）国防委員会委員長，労働党総書記。
50　本章註 46を参照。
51　良心的軍事拒否国家日本実現の会（代表・小田実）「アメリカ合衆国のイラク先制攻撃に対する声明」
（2002 年 9月 11 日）。
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